
皐さ
つ
き月　

第
６
８
７
号

最
初
に
日
本
か
ら
ハ
ワ

イ
に
移
民
が
渡
っ
た
の
は
明
治
元
年
、今
年

で
ち
ょ
う
ど
一
五
〇
年
に
な
る
。
明
治
十
八

年
に
政
府
公
認
と
な
り
、
大
正
十
三
年
ま

で
の
間
に
二
十
万
人
以
上
が
渡
っ
て
い
る
。

た
く
さ
ん
の
日
本
文
化
が
ハ
ワ
イ
の
文
化

と
出
会
っ
た
。
現
地
の
正
装
と
な
っ
た
ア
ロ

ハ
シ
ャ
ツ
も
起
源
は
和
服
と
も
い
わ
れ
る
▼

明
治
三
十
一
年「
大
和
神
社
」が
ハ
ワ
イ
島

に
創
建
さ
れ
、
住
宅
街
に
移
っ
た
今
も「
ヒ

ロ
大
神
宮
」と
し
て
鎮
座
し
、海
外
の
神
社

で
は
現
存
最
古
の
由
緒
を
も
つ
と
さ
れ
る
。

そ
の
後
、明
治
三
十
九
年「
ハ
ワ
イ
出
雲
大

社
」、大
正
九
年「
ハ
ワ
イ
金
刀
比
羅
神
社
・

太
宰
府
天
満
宮
」が
オ
ア
フ
島
に
創
建
さ
れ

て
い
る
▼
移
民
一
世
や
そ
の
信
仰
を
受
け
継

ぐ
日
系
人
に
と
っ
て
は
、氏
神
様
の
よ
う
な

存
在
で
あ
り
神
宮
大
麻
を
受
け
る
家
庭
も

多
く
、正
月
に
は
日
系
・
非
日
系
を
問
わ
ず

大
勢
の
地
元
民
が
参
拝
す
る
。キ
リ
ス
ト
教

が
根
付
き
、火
山
の
女
神
ペ
レ
も
崇
敬
す
る

ハ
ワ
イ
の
文
化
に
神
社
が
溶
け
込
ん
で
お
り
、

近
頃
で
は
お
守
り
や
御
朱
印
を
授
か
る
日

本
人
観
光
客
も
多
い
▼
遠
い
故
郷
と
の
縁
を

繋
ぐ
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
海
を
渡
っ
た

神
社
。
今
で
は
移
民
だ
け
で
な
く
、海
外
を

旅
す
る
日
本
人
も
魅
了
し
、日
本
の
文
化
・

伝
統
を
守
り
伝
え
て
い
る
。	

（
神
）

宗
像
か
ら
発
信
す
る
環
境
問
題

宗
像
市
鐘
崎
に
御
製
碑
建
立

宗
像
社
境
内
絵
図
複
製
品
奉
納

沖
ノ
島
祭
祀

神
宝
館
だ
よ
り
・
造
営
日
記

宗
像
大
社
歌
会
詠
草

御
造
営
奉
賛
者
御
芳
名

3・244５677

　
目
　
次
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コ
ン
ビ
ニ
、ス
ー
パ
ー
で
大
量
に
陳
列
さ
れ
て
い

る
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
、
冷
蔵
庫
や
食
卓
に
並
ぶ

醤
油
、マ
ヨ
ネ
ー
ズ
、
毎
日
使
う
ボ
ー
ル
ペ
ン
な

ど
、普
段
何
気
な
く
手
に
す
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

品
。
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
、こ
の
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
が
不
法
投
棄
、生
活
・
工
業
排
水
な
ど

様
々
な
要
因
で
海
へ
流
れ
、
5
㎜
以
下
の
小
さ
な

粒
で
あ
る「
マ
イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
」に
な
り
、

無
数
に
漂
い
、環
境
を
破
壊
し
て
い
る
。
海
水
中

の
有
害
物
質
を
吸
着
さ
せ
る
特
徴
を
持
ち
、小
さ

な
魚
が
餌
と
間
違
え
て
食
し
、大
き
な
魚
が
そ
れ

を
食
べ
る
。そ
し
て
人
々
の
食
卓
に
も
流
れ
つ
き
、

人
が
作
り
だ
し
た
も
の
が
、人
へ
と
返
り
、人
を

蝕
ん
で
い
る
。
毎
年
少
な
く
と
も
八
〇
〇
万
ト
ン

分
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
海
に
流
出
し
、
海
の
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
量
は
、二
〇
五
〇
年
ま
で
に
は
魚
の
量

を
上
回
る
計
算
だ
と
い
う
。

こ
こ
数
年
、こ
の
マ
イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
及

ぼ
す
環
境
問
題
は
、Ｇ
7（
先
進
七
ヵ
国
首
脳
会

議
）や
マ
ス
コ
ミ
報
道
で
取
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、世

界
各
地
で
解
決
に
向
け
た
動
き
も
あ
り
、徐
々
に

こ
の
問
題
が
周
知
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

マ
イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
脅
威

～
豊
か
な
海
を
未
来
へ
～

宗
像
か
ら
発
信
す
る
環
境
問
題

神湊の浜辺から出た「マイクロプラスチック」
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皇
后
陛
下
に
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十

日
、
誕
生
日
に
際
し
て
の
お
言
葉
の
な
か
で「
環

境
の
こ
と
と
し
て
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
が
激
増

し
、既
に
広
い
範
囲
で
微
細
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
体

内
に
取
り
込
ん
だ
魚
が
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
」

を
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
。
ま
た
、
英
国
王
室
で
は
エ

リ
ザ
ベ
ス
女
王
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と
の
戦
い
を
宣

言
。
宮
殿
内
の
食
堂
や
カ
フ
ェ
な
ど
か
ら
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
品
を
段
階
的
に
削
減
す
る
こ
と
を
発
表

し
、こ
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

当
地
、宗
像
で
四
年
前
に
始
ま
っ
た
海
の
環
境

再
生
に
取
り
組
む「
宗
像
国
際
環
境一〇
〇
人
会

議
」で
も
こ
の
問
題
を
取
上
げ
て
い
る
。
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
な
か
で「
マ
イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
」の
取

材
に
関
わ
っ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
の
情
報
を

共
有
し
、実
際
に
子
供
達
と
浜
辺
へ
行
き
、美
し

く
見
え
る
宗
像
の
海
や
砂
浜
に
も
無
数
の
マ
イ
ク

ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
発
見

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
会
議
の
議
論
を
取
り
ま

と
め
た「
宗
像
環
境
宣
言
」に
も
明
記
し
、環
境

大
臣
に
も
提
出
。
海
岸
の
漂
着
ゴ
ミ
清
掃
な
ど
地

道
な
活
動
を
行
い
、こ
の
問
題
に
取
組
ん
で
い
る
。

神湊の浜辺で採取した様々なゴミ

環境会議での海岸清掃
中学生を対象としたプログラム。神湊の浜辺に
どれくらいのゴミが打ち寄せるのか実際に調査した。
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宗
像
市
鐘
崎
に
御
製
碑
建
立

く
ろ
あ
は
び
あ
さ
り
の
稚
貝
手
渡
し
ぬ  

漁す
な
ど

る
人
の
上
思
い
つ
つ

御製碑建立・宗像社境内絵図複製品奉納

昨
年
の「
第
三
十
七
回
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大

会
福
岡
大
会
」の
式
典
行
事
に
お
い
て
、
漁
業
者
の

こ
と
を
お
思
い
に
な
り
が
ら
、
沖
で
放
流
さ
れ
る
ク

ロ
ア
ワ
ビ
と
ア
サ
リ
の
稚
貝
を
漁
業
者
に
お
手
渡
し

に
な
っ
た
情
景
を
詠
ま
れ
た
御
製
で
す
。

大
会
当
日
は
荒
天
の
為
、残
念
な
が
ら
放
流
行
事

は
中
止
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、御
製
に
あ
る
よ
う
に

天
皇
皇
后
両
陛
下
に
は
福
岡
県
の
漁
業
者
、漁
業
振

興
に
つ
い
て
お
気
遣
い
を
い
た
だ
い
た
。

　
　
○
　
○
　
○

御
製
碑
建
立
の
地
・
鐘
崎
は
海
女
の
発
祥
の
地
で

あ
り
、県
内
屈
指
の
水
揚
げ
を
誇
る
漁
港
で
あ
る
。

海
が
も
た
ら
し
て
く
れ
る
恩
恵
を
私
た
ち
は
ど
こ

ま
で
考
え
大
切
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

宗
像
で
は
本
年
、五
回
目
と
な
る
宗
像
国
際
環
境

会
議
を
開
催
す
る
。
海
の
み
な
ら
ず
山
・
里
・
川
・

田
畑
を
豊
か
に
す
る
為
の
会
議
で
あ
る
。

自
然
環
境
を
守
る
活
動
は
、自
然
の
恵
み
へ
の
感

謝
、
畏
怖
、そ
れ
に
対
し
て
謙
虚
な
気
持
ち
に
な
る

こ
と
に
も
繫
が
る
。
皆
さ
ん
も
参
加
さ
れ
て
は
い
か

が
だ
ろ
う
か
。

第
五
回
宗
像
国
際
環
境
一
〇
〇
人
会
議

水
と
命
の
循
環
―
自
然
へ
の
感
謝
と
畏
怖

平
成
三
十
年
八
月
二
十
四
日
～
二
十
六
日

　
　
　
　 m

unakata-eco100.net

「
宗
像
社
境
内
絵
図
」複
製
品
奉
納

 

古
絵
図
の
歴
史
的
価
値
広
め
る

富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
福
岡(

株)

は
社
会
貢
献
活
動
の

一
環
で
、
文
書
・
転
籍
・
古
絵
図
な
ど
の
史
料
の
複

製
と
複
製
品
の
活
用
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め

て
お
り
、そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
こ
の
度
、「
宗
像
社
境

内
絵
図
」の
複
製
品
を
製
作
し
た
。

「
宗
像
社
境
内
絵
図
」と
は
、宗
像
氏
貞
の
家
臣
で

あ
っ
た
占
部
貞
保
が
元
和
三
年
に
著
し
た『
宗
像
記

追
考
』の
、
現
存
す
る
最
も
古
い
と
さ
れ
る
写
本
の

な
か
に
折
り
込
ま
れ
て
い
た
絵
図
で
あ
る
。
複
製
品

は
、今
後
、神
宝
館
で
の
展
示
を
予
定
し
て
い
る
。

建
立
さ
れ
た
御
製
碑

宗
像
記
追
考

宗
像
社
境
内
絵
図
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沖ノ島祭祀

古
墳
時
代
の
後
期
、
六
世
紀
に
な
る
と
、
宗
像
・

沖
ノ
島
祭
祀
で
神
へ
と
捧
げ
た
品
物
は
、大
陸
か
ら

も
た
ら
さ
れ
た
最
新
の
技
術
や
素
材
を
使
い
煌
び
や

か
で
豪
華
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
神
へ
は
最
新
で
最

上
の
品
々
を
捧
げ
る
べ
き
だ
と
い
う
、
当
時
の
人
々

の
気
持
ち
の
表
れ
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
華
麗
な
品
々

が
出
土
し
た
遺
跡
の
一
つ
が
七
号
遺
跡
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
出
土
し
た
黄
金
の
指
輪
は
、煌
び
や
か
な
捧

げ
物
の
代
表
例
だ
。

沖
ノ
島
の
神
を
象
徴
す
る
白
い
巨
岩
群
。
七
号
遺

跡
は
、そ
の
中
で
も
奥
ま
っ
た
場
所
、Ｄ
号
巨
岩
の
南

側
の
岩
陰
に
あ
る
。
巨
岩
が
庇
の
よ
う
に
突
き
出
し
、

そ
の
下
に
西
側
か
ら
馬
具
、靫ゆ

ぎ（
矢
の
容
器
）、玉
類
、

銅
鏡
、
刀
剣
、
盾
、
挂け

い

甲こ
う（
乗
馬
用
の
鎧
）、
矛
な
ど

が
整
然
と
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
巨
岩
を

望
む
場
所
で
行
っ
た
祭
祀
で
供
え
ら
れ
、そ
の
後
、最

終
的
に
神
の
巨
岩
の
も
と
へ
安
置
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
神
の
懐
へ
奉
献
品
を
納
め
た
形
で
あ
る
。　

次
に
、七
号
遺
跡
の
奉
献
品
を
、い
く
つ
か
見
て
み

た
い
。
最
初
は
馬
具（
乗
馬
用
の
道
具
）か
ら
は
じ
め

よ
う
。
七
号
遺
跡
か
ら
は
、人
が
乗
る
た
め
の
鞍
の

ほ
か
、馬
の
体
に
吊
し
て
飾
る
杏ぎ

ょ
う
よ
う葉
、尻
の
上
を
飾
る

雲う

珠ず

が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
。
杏
葉
は
、銅
を
金

メ
ッ
キ
し
た
金
銅
製
と
鉄
の
芯
を
金
銅
で
覆
っ
た
も

の
と
が
あ
る
。
表
面
に
は
、羽
が
生
え
た
人
物
や
唐

草
の
文
様
が
細
か
く
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
雲
珠

は
金
銅
製
で
、歩ほ

揺よ
う

と
い
う
花
弁
状
の
飾
り
板
を
十

枚
、
下
げ
て
い
る
。
歩
揺
は
馬
が
歩
を
進
め
る
度
に

キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
た
だ
ろ
う
。

馬
は
、も
と
も
と
日
本
列
島
に
は
生
息
し
て
お
ら

ず
、五
世
紀
頃
ま
で
に
伝
来
し
た
動
物
で
あ
る
。
馬

の
俊
足
は
、交
通
面
は
も
と
よ
り
軍
事
面
で
も
極
め

て
有
用
で
あ
っ
た
。
五
世
紀
の
日
本
列
島
で
は
、馬
は

鉄
製
品
と
同
様
に
、最
新
で
極
め
て
貴
重
な
存
在
だ
っ

た
の
で
あ
る
。だ
か
ら
、馬
そ
の
も
の
が
神
へ
の
捧
げ

物
と
な
っ
た
の
だ
。
こ
の
馬
を
神
が
乗
れ
る
よ
う
馬

具
を
装
着
し
た
の
が
神
馬
で
あ
る
。
宗
像
・
沖
ノ
島

七
号
遺
跡
の
馬
具
も
神
が
乗
る
た
め
の
馬
具
で
あ
る
。

こ
の
馬
具
を
装
着
し
た
姿
に
近
い
馬
の
雛
形
が
、伊

勢
神
宮
に
隣
接
す
る
月
読
宮
に
神
宝
と
し
て
捧
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
馬
の
雛
形
の
記
録
は
、
平
安
時
代

初
期
、延
暦
二
十
三
年（
八
〇
四
）ま
で
遡
る
。
現
在

も
、多
く
の
神
社
に
供
え
る
絵
馬
は
、神
に
捧
げ
た

神
馬
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
いっ
て
よ
い
。
宗
像
・
沖

ノ
島
七
号
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
馬
具
は
、現
在
に
つ

な
が
る
絵
馬
の
一
つ
の
起
源
を
示
し
て
い
る
と
いっ
て

よ
い
だ
ろ
う
。

國
學
院
大
學  

神
道
文
化
学
部
教
授  

笹
生 

衛 ６

沖
ノ
島
祭
祀

―
華
麗
な
る
捧
げ
物（
１
）

馬
具
、絵
馬
の
起
源
―

7号遺跡出土の杏葉

金銅製心葉形杏葉 金銅製棘葉形杏葉
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前
回
、宗
像
三
宮
の
祭
祀
が
八
世
紀
に
確
実
に
沖

ノ
島
、
大
島
、田
島
の
三
カ
所
で
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
導
き
だ
す
も
の
と
し
て
、辺へ

津つ

宮ぐ
う

境
内
の
下し

も

高た
か

宮み
や

周
辺
で
の
祭
祀
品
を
紹
介
し
た
。
三
カ
所
で
の
祭

祀
は
大
島
御み

嶽た
け

山さ
ん

遺
跡
の
出
土
品
に
よ
り
、七
世
紀

末
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
こ
と
が
判
っ
て
い
る
が
、
宗

像
大
社
に
は
他
に
も
、下
高
宮
を
中
心
と
し
た
辺
津

宮
境
内
発
見
の
祭
祀
品
が
伝
世
し
て
お
り
、こ
れ
ら

を
精
査
す
る
と
、三
宮
の
祭
祀
成
立
が
七
世
紀
末
よ

り
も
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
み
え
て
き
て
い

る
。
特
筆
す
べ
き
も
の
を
紹
介
し
て
い
こ
う
。

　
　
上う

え

殿ど
ん

出
土
品

上
殿
と
は
宗
像
市
田た

島し
ま

の
小
字
の
一
つ
で
、辺
津

宮
社
殿
裏
の
丘
陵
高
宮（
上か

み

高た
か

宮み
や

・
下
高
宮
）か
ら

北
西
に
さ
し
出
た
一
帯
を
さ
す
。
中
世
に
は
辺
津
宮

の
主
要
な
社
殿（
第て

い

一い
ち
ぐ
う
宮
、第て

い

二に

宮ぐ
う

、上
高
宮
、下
高

宮
、内
殿
、濱
宮
）が
展
開
し
祭
祀
が
営
ま
れ
、最
も

神
聖
な
場
で
あ
っ
た
。
上
殿
出
土
品
に
は
甑
ミ
ニ
チ
ュ

ア（
あ
る
い
は
把
手
付
き
鉢
）、
鉢
、
高
坏
の
脚
部
と

いっ
た
土
師
器
三
点
が
あ
り
、鉢
は
四
世
紀
後
半
か

ら
五
世
紀
前
半
、高
坏
は
六
世
紀
代
の
所
産
で
あ
る
。

　
　
辺
津
宮
第て

い

三さ
ん

宮ぐ
う

址
付
近
出
土
品

下
高
宮
の
北
東
方
向
に
の
び
た
台
地
の
先
端
に
あ

た
る
第
三
宮
址
近
く
の
中な

か

殿ど
ん

山や
ま

の
小
丘
か
ら
、昭
和

十
年（
一
九
三
五
）の
採
土
の
際
、
変
形
獣
帯
鏡
二

面
、滑
石
製
短
甲
一
点
、土
師
器
・
須
恵
器
が
発
見

さ
れ
た
。
鏡
二
面
は
古
墳
時
代
の
仿
製
鏡
と
さ
れ
て

き
た
が
、近
年
、中
国
鏡（
二
面
の
う
ち
、径
一
五
・

一㎝
の
大
形
の
方
は
魏
晋
鏡
）の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
滑
石
製
ミ
ニ
チ
ュ
ア
短
甲
は
五
世
紀
頃
の

鉄
製
短
甲
を
模
し
た
完
形
品
。
須
恵
器
の
横
瓶
ミ
ニ

チ
ュ
ア
品
は
六
世
紀
後
半
に
比
定
で
き
る
。      （
福
）

神
宝
館
だ
よ
り
13

万
点
ノ
国
宝
収
蔵

八
神宝館だより・造営日記

沖
津
宮
社
殿
保
存
修
理
工
事
始
ま
る

三
月
十
日
よ
り
二
十
三
日
に
か
け
足
場
組
立
作

業
が
行
わ
れ
た
。
船
着
場
よ
り
社
殿
ま
で
石
段
が

約
四
百
段
あ
り
、資
材
の
荷
揚
げ
に
か
な
り
の
時

間
を
要
し
た
。
そ
の
後
、
屋
根
の
銅
板
を
剥
ぎ
、

四
月
に
入
り
屋
根
下
地
・
飾
り
の
修
繕
を
行
っ
た
。

五
月
中
頃
に
屋
根
が
葺
き
上
が
る
予
定
で
あ
る
。

造
営
日
記
41

左奥より、滑石製短甲、
土師器甑ミニュチュア・鉢・
高坏脚部



沖
ノ
島
の
見
え
ざ
り
し
と
も
地
島
の
倉
瀬
展
望
台
に
目
を
こ
ら
し
立
つ	

佐
々
木
和
彦

沖
ノ
島
は
憧
れ
の
島
。〈
地
島
の
倉
瀬
展
望
台
で
目
を
こ
ら
す
今
は
見
え
ざ
る
沖
ノ
島
見
る
と
〉。

風
の
中
う
ぶ
毛
に
ま
ろ
む
も
の
た
ち
よ
か
お
だ
せ
め
だ
せ
背
筋
を
伸
ば
せ	

早
川　
祥
三

春
に
な
っ
て
も
し
ば
ら
く
は
風
が
冷
た
い
。
三
句
を
「
草
木
の
芽
」
と
し
て
は
。

生
垣
の
赤
き
山
茶
花
の
花
び
ら
は
春
一
番
後
地
に
赤
き
帯
な
す	

萩
原　
　
勉

春
風
は
強
い
。
語
順
を
変
え
〈
春
一
番
吹
け
ば
垣
根
の
山
茶
花
が
ち
り
て
地
面
に
赤
き
帯
描
く
〉。

春
風
や
天
気
良
き
か
な
清
く
そ
よ
ぐ
さ
わ
や
か
な
ら
ん
今
日
の
陽
や	

白
土　
凌
一

天
気
の
良
い
春
の
爽
や
か
さ
。
清
く
そ
よ
ぐ
物
、
例
え
ば
柳
の
枝
な
ど
と
入
れ
る
と
景
が
目
に
浮
か
ぶ
。

櫻さ
く
ら
じ
ま島

噴ふ
ん
え
ん煙

の
ぼ
る
弥や
よ
い生

空ぞ
ら

薄う
す
ず
み墨

色い
ろ

の
西せ

ご郷
ど
ん
の
街ま
ち	

秋
𠮷　
嘉
範

噴
煙
下
の
薄
墨
色
の
街
の
把
握
が
大
き
い
。
初
句
〈
～
の
〉
三
句
〈
空
の
下
〉
に
。
単
純
化
を
試
み
て
。

土
筆
立
つ
小
古
墳
群
の
裾
め
ぐ
る
黒
石
川
の
水
温
む
こ
ろ	

山
﨑　
公
俊

春
ら
し
い
景
。
切
れ
る
箇
所
が
一
句
か
三
句
か
分
か
り
難
い
の
で
三
句
切
れ
な
ら
二・三
句
〈
～
群
を
め
ぐ
り
た
り
〉。

人
の
世
話
受
く
る
ば
か
り
の
百
歳
の
母
に
給
ひ
し
誕
生
会
う
れ
し	

北
野
カ
ズ
ミ

長
寿
は
尊
い
。〈
世
話
を
受
け
生
き
ゐ
る
母
に
百
歳
の
誕
生
日
祝
ふ
会
を
た
ま
は
る
〉
と
事
実
の
み
に
。

０れ
い
点
の
わ
れ
に
も
あ
り
し
景
品
は
パ
ン
ダ
の
手
拭
あ
な
あ
り
が
た
し	

山
本　
静
子

ゲ
ー
ム
か
何
か
の
賞
品
か
、
パ
ン
ダ
の
手
拭
が
可
愛
く
、
素
直
な
詠
み
方
に
好
感
が
持
て
る
。

柘
草
が
攻
め
ら
れ
て
春
人
住
ま
ぬ
家
に
は
著
き
季
の
青
草	

吉
﨑
美
沙
子

〈
柘
草
〉
が
何
か
が
分
か
ら
な
か
っ
た
が
空
き
家
の
庭
の
草
の
勢
い
が
下
の
句
に
表
れ
て
い
る
。

東
か
ら
光
の
シ
ャ
ワ
ー
降
り
そ
そ
ぎ
鳥
、
花
、
人
に
春
告
げ
る
朝	

本
田
エ
リ
ナ

春
の
明
る
い
朝
陽
を
詠
ん
で
浮
き
立
つ
よ
う
。
四
・
結
句
を
〈
～
人
が
春
を
知
る
朝
〉
と
し
て
も
良
い
。

紫
陽
花
の
新
芽
は
早
や
も
生
垣
の
形
を
な
し
て
春
を
装
ふ	

森　
　
龍
子

紫
陽
花
の
新
緑
が
見
え
る
よ
う
。
二
句
よ
り
〈
芽
が
ひ
ら
き
初そ

め
生
け
垣
が
形
あ
ら
わ
す
春
の
緑
に
〉。

銅
色
の
破
風
に
ぎ
わ
す
東
風
の
梅	

早
川　
祥
三

七
色
の
藤
の
ト
ン
ネ
ル
と
ほ
り
抜
け
藤
棚
の
し
た
の
花
迷
路
ゆ
く

メ
イ
ス
ト
ー
ム
に
長
き
は
な
ぶ
さ
揺
れ
ゆ
れ
て
藤
棚
の
し
た
は
花
弁
の
し
ぶ
き

◆ 

選 

者 

詠

7

歌会詠草　御造営奉賛者御芳名

宗
像
大
社
歌
会
詠
草
■
大
西
晶
子
選　
■
毎
月
25
日
〆
切

第
６
８
１
回

第
６
５
２
回

俳
句

御
造
営
奉
賛
者
御
芳
名
（
平
成
三
十
年
三
月
） 

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

三
五
、〇
〇
〇
円

熊
本
市	

村
上　
絹
子	

三
〇
、〇
〇
〇
円

名
古
屋
市　
　
（
株
）せ
が
わ
住
機	

一
〇
、〇
〇
〇
円

大
阪
市	

井
上　
和
子

中
央
区	

熊
澤　
　
彰

五
、〇
〇
〇
円

天
草
市	

宗
像　
真
也

糸
島
市	

青
木　
日
吉

北
九
州
市	

後
藤　
佳
子

渋
谷
区	

田
中
千
鶴
子

中
央
区	

番
場　
智
之

鶴
ヶ
島
市	

安
野　
純
子

長
崎
市	

三
砂
寿
美
子

中
野
区	

辻
脇　
邦
彦

名
古
屋
市	

加
藤　
寛
隆

西
東
京
市	

金
子　
祥
三

八
街
市	

上
山　
陽
基

福
岡
市	

小
出　
正
義

福
岡
市	

本
村
真
治
郎

福
岡
市	

福
山
ル
ミ
子

松
戸
市	

番
坊　
裕
之

箕
面
市					（
有
）ア
ー
ス
ビ
ル
ド

横
浜
市	

茅
場　
　
恵	

二
、〇
〇
〇
円

嘉
穂
郡	

栗
田　
　
清

札
幌
市	

平
田　
　
稔

筑
後
市	

江
﨑　
博
之

日
置
市	

愛
内　
綾
子

福
岡
市	

今
村　
雅
代

南
さ
つ
ま
市	

桐
原　
清
和

南
津
軽
郡	

川
口　
鉄
春

守
口
市	

河
野　
孝
子

守
口
市	

恩
地
阿
津
子

横
浜
市	

永
江　
千
織
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世
界
文
化
遺
産
登
録
か
ら
間

も
な
く
一
年
が
経
つ
▼
今
夏
は
、
登
録
一
周
年
を

迎
え
、
様
々
な
事
業
を
展
開
予
定
で
あ
る
▼
当
社

神
宝
館
に
お
い
て
は
、
写
真
家
・
藤
原
新
也
氏
の

写
真
と
沖
ノ
島
国
宝
の
合
同
展
示
を
企
画
。
ま
た

五
回
目
と
な
る
宗
像
国
際
環
境
会
議
も
開
催
。
未

だ
調
整
中
の
案
件
も
い
く
つ
か
あ
る
が
、
一
周
年

事
業
に
向
け
様
々
な
方
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て

い
る
▼
様
々
な
事
業
・
企
画
に
多
く
の
方
に
参
画

い
た
だ
き
、
宗
像
を
深
く
知
る
機
会
と
な
れ
ば
幸

い
で
あ
る
▼
本
年
は
「
宗
像
」
の
真
価
が
問
わ
れ

る
年
と
な
る
。
個
人
と
し
て
も
濃
い
一
年
を
過
ご

す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。	

（
黒
）

編
集
後
記

１日	 総社月次祭	 		午前11時
	 引続き		高宮祭、第二宮・第三宮祭
	 宗像護国神社祭　
────────────────────
5日	 五月祭・浜宮祭　午前10時30分
　　　　五月祭　於：宗像市江口　五月宮
　　　　浜宮祭　於：宗像市神湊　浜宮
────────────────────
15日	 総社月次祭　　		午前11時
　　　　引続き		高宮祭、第二宮・第三宮祭
────────────────────
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